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総説特集 且　 お い しく味わ う脳の し くみ
一

脳内物質の 観点 か ら 6

お い しさ発現 と脳 内物質 二行動神経科学の 立場 か ら＊

　　　　　志村　剛 ・山本　隆
’ t

（大 阪大学大学院 人問科学研 究科行動生態学講座）

　 「お い し さ」 はある特定 の 味 刺激 に 固有 の 性質で は な く、全 く同じ昧刺激で あ っ て も、生体 の 生理状態

や 記憶 な ど に よ っ て 変化す る。本稿 で は、こ の よ うな 「お い し さ」発現 に 、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン、オ ビオ イ

ド、 ドーパ ミ ン などが、どの よ うに 関与 して い るか を紹 介 した。「お い し さ」に 基づ く摂取行動 は、「お い

し い 」 と 認識す る 過程 と、そ の 情報に 基づ い て 「欲 し い 」 と実際 の 行動 に 駆 り立 て る過程 の 2 つ に 分 け て

考え る こ と が で きる 。前者 の 過程 に は ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン やオ ピ オ イ ドが 、後者の 過程に は ドーパ ミ ン が お

もに 関係 し て い る と推察 され る u

キーワード ：ベ ン ゾ ジ ァ ゼ ピ ン 、オ ピ オ イ ド、ドーパ ミ ン、昧覚嗜好性、脳内報酬系

は じめ に

　お い し い 食べ 物を口 に すれ ば、私たちは もっ と食

べ よう と す る が、まずい 食べ 物に は 手 を出そ う と し

ない
。 こ の よ うに、食べ 物の 「おい しさ」や 「まず

さ」が食行動 の 調節 に 深 く関わ っ て い る こ とは 、経

験的 に 誰 で も知 っ て い る 。 し か し、甘い と か苦 い と

い っ た 昧 の 種類 や その 強 さ に 関す る情報処理機構の

知 見 に 比 べ る と 、「お い し さ」 「まず さ」あ る い は

「好 き」「嫌 い 」な ど の 快 ・
不快情動が 脳内で どの よ

うに処理 され、摂食行動を調節し て い る の か に つ い

て は 、ごく最近 まで あま り知 られ て い なか っ た 、、本

稿 で は 、「お い し さ」発 現 の 脳機構を調 べ る際の 問

題点に簡単に ふ れ た後、食行動 を促進す ると言われ

て い る い くつ か の 脳内物質が 、「お い し さ」に 基づ

く飲食物の 摂取行動に どの ように関わ っ て い るの か

に つ い て 、筆者 ら の 知 見を含め て 紹 介す る。

1． 「お い しさ」 をどの よ うに 測 る か ？

　口 に した食べ 物が お い しけ れば、通常私 た ちは もっ

と欲 しい と感 じ、実際に そ の食べ 物 をよりた くさん

摂取 す る th ヒ トを対象と し た研究で あれば、言語や

そ の 他の f段 に よ っ て 、主観的 な判断 をある程度定

量的 に測定 す る こ と も可 能 で あ る。 し か し 、動物実

験 で は、「お い し さ」を直接的 に測定する こ と は非
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常 に困難 で あ る。一
般 に 採用 され て い る 方法 は、一

定時間内に どれだけ食べ た り飲ん だ りし たか 、すな

わち摂取量 を測定す る 方法 で あ る v また、 2種 類以

上 の味刺激を同時に与え て 、どの 昧刺激の 摂取量が

一一番多か っ た か 、つ まり、選択嗜好性を調べ る 方法

も広 く用 い られ て い る。こ れ らの 方法は、あ くまで

も間接的な 方法で 、お い し い もの は た くさん摂取す

る だろ う し 、まず い もの は あま り摂取 し な い だ ろ う

と い う前提 に 基 づ い て い る。

　 こ の ような間接的 方法以外に 、より直接的 に 「お

い し さ」を評価する方法に 、種に固有な顔面表情や

一
定 の 運動 パ タ ーン を解析 する 方法 が あ る。

　 Stelner‘’

は 、ヒ トの 新生児の 口腔内に 各種の 味溶

液 を少量 与 え て 、顔面表情 の 変化 を観察 し た 。ど の

こ どもも、甘 い 溶液に対 して は に こ や か な表情を、

酸 っ ぱ い 溶液に対 して は し か め っ 面を示 し た、さら

に 、先天的 に 大脳皮質 を欠 い た 障害 児で も、全 く同

様の 反応 が見 られ たの で 、味刺激 に 対す る顔 面表情

反射 は 生得的 で あ り、しか も上 位脳 の 関与が な く て

も生 じ る こ とが明 らか にな っ た 。こ の よ うな反射 を

観察する こ とに よ り、味刺激の 「お い し さ」あ る い

は 「まず さ亅を客観的に評価する こ と も ロ∫能で あ る

が 、ヒ トを対象と し た場合、経験 をは じ め と して 多

くの要因が介入 して くるの で 、あまり現実 的な方法
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と は 言 え な い 、、

　 昧覚研究 で 広 く用 い ら れ て い る ラ ッ トに お い て ．

「お い し さ」を客観 的 に 評価 する方法と し て 、GrM

とNorgrcn2／が開 発 した味覚運動応答テ ス トが 、米国

の 実験心理 学者の 間 で は比 較的 よく用 い られ て い る n

ラ ッ トの ll腔内 に 少 量の 味溶液を与え る と、好ま し

い 味、例え ば寸†い 溶液に は、舌を突 き出 し た り、舌

を左右 に リ ズ ミ カ ル に 動 か すよ う な、摂取応答が生

じ る u 反対に ．苦 い 溶液の ような嫌 な昧刺激に対し

て は 、口 を 大 き く開 い た り、顎 を床 に こ す りつ けて

口 の 中の 内容物 を除去す るような嫌悪応答が 生 じ る。

眛刺激 を与え て か ら
一

定 時間内 に 、こ れ らの 摂取応

答 ま た は 嫌悪応答 が 何回生 じ た か を計数す る こ と に

よ り、動物が当該 の 昧刺激を どれ だけ好ま し い 、あ

る い は不快 と感 じて い る か を、数量的に判断する こ

と が で き る、、こ の 味覚 運動応答 自体 は 、 L位脳 が な

くて も生 じ る
」］
の で 、基本的な味の 好 き嫌 い の 判断

は、延髄や橋な ど の 下 位脳 に お い て す で に な され て

い る 可能性が 高 い ．，

2．「お い しい 」味 とは ？

　 「甘 い 」味 は ヒ トをは じめ 多くの 動物 に 好 まれ る

が 、 い つ で も お い し い と は 限 ら な い 、、例 え ば 、

Cabana♂ は 、ヒ トを対象 と し て 、次 の ような実験 を

行っ た、すなわち、絶食状態の被験者に 3分お きに 、

1回 あた り！Og ／50ml の シ ョ 糖溶液 をウ．え、一方の

被験者に は毎回 そ れ を飲み 込 む よ うに 、も う　一
方 の

被験者 に は ［ に 含むだ け で 、すぐに 吐 き出すよ う に

指示 し た、，被験者に は 、毎回 そ の シ ョ 糖溶液 が 「お

い し い 」 か
一
まず い 」 か を点数で評定 させ た ．1時

間以上 こ の テ ス トを続 けて い くうち に、毎回 シ ョ 糖

溶液 を叶 き畠し た 被験者 は 、一
貫 して シ ョ 糖溶液 が

お い しい と判断 し た の に 対 し、毎回 シ ョ 糖溶液 を摂

取 し た 被験 者の 評点 は次第 に 下 が り、後半に な る と、

シ ョ 糖溶液が まずく不快 で あると評価するようにな っ

た，こ の ように 、全 く同じ味で あ っ て も、空腹の と

きと満腹 の ときと で は 、1お い し さ」が 変化す る、

つ まり、生体 の 生理状態 に よ っ て
一
お い し さ」の 評

価 は 変化する こ と が 示唆 され た 、、

　 一
方、苦 い 味 は 一

般 に 嫌われ る昧 で あ る が、嫌 い

な味が経験に よ っ て好 き な味に 変わ る こ と も分 か っ

て い る、．Zellnerら 5脚
は 、普通の 水を与え て 9 ヶ 月間生

育 し た ラ ッ トと、普通の 水は 与えずに 、苦 い 昧 の す

るモ ル ヒ ネ溶液 ｛0．3mgim ］； 0、〔｝〔）04　M ）を与え て 9 ヶ

月間生育 し た ラ ッ トを用 い て 、普通の 水と モ ル ヒ ネ

溶液 の どち ら に 嗜好性が 高い か を調 べ た 。普通 の 水

で 生 育し た ラ ッ トは 、モ ル ヒ ネ溶液 をほとん ど摂取

し な か っ た の に 対 し 、モ ル ヒ ネ溶液 で 生育 した ラ ッ

トは 、普通 の 水よ りもモ ル ヒ ネ溶液 を選択 した。ま

た 、モ ル ヒ ネ 溶液 で 生 育 し た ラ ッ トの 味覚運動応答

を調 べ る と、モ ル ヒ ネに 対す る摂取応答が 多く、嫌

悪応答 は ほ とんど生 じ な い こ と が 分 か っ た、．．モ ル ヒ

ネに は快感
・
陶酔感 を引 き起 こ す作用 があ る の で 、

モ ル ヒネを与 え られた ラ ッ トは、モ ル ヒ ネの 苦 い 味

とその 後に お こ る快感との 結び つ きを記憶し た と考

え られ る。こ れ らの デ ータ は、もともと嫌な味 で あ っ

て も、そ の あ と に 生体に と っ て好 ま し い 結果 が 伴 う

と、そ の昧 を好む よ う に な る こ と を示 した もの で あ

る．）

　上 に紹 介 し た 2つ の 例 の ように 、「お い し さ」は あ

る 特定 の 昧刺激 に 固有 の 性質 で は な く、た と え 全 く

同 じ昧刺激で あ っ て も、生体 の 生理状態 や 過去 の経

験 に 慕 つ く記憶な ど に よ っ て 変化する こ と に 留意 し

な くて は な らない 。

3．「お い しい 」 もの の 摂取 と脳 内物 質

　摂食千f動に促進的に は た ら く脳内物質 と して 、古

くか ら さまざまな候補が あ が っ て い る 。 しか し、そ

の 中で 「お い し さ」発現 に よ り密接に 関わ る物質 は 、

現時点 で は ドーパ ミン 、ベ ン ゾ ジ ァ ゼ ビン、オ ピオ

イ ドな どに 限 られ る、．こ こ で は 、こ れ ら 3種の 物質

と
一
お い し さ」発現 と の 関連性 を述 べ る、1

3．1　 ドーノxeミ ン

　 ドーパ ミ ン は摂食行動 、とくに飲食物の報酬性に

関係する物質で あ る こ とが 示唆 され て き た／t 例 えば、

Wise ら
bl
は 、餌 を報酬 と し た レ バ ー押 し の オ ペ ラ ン

ト学習 を獲得 し た ラ ッ トに、 ドーパ ミン 拮抗薬 の ピ

モ ジ ドを投 与 し た と こ ろ、あ た か も餌の 報酬が な く

な っ た か の よ うに、レバ ー押 しの 回数が減少す る こ

とを見 い だ した．、また、Xenakis ら
7

は 、ラ ッ トに ビ

モ ジ ドを全身性 に 投与すると、サ ッ カ リ ン と グ ル コ ー

ス の 混 合溶液摂取量 が 用 量依存性 に 減少す る こ と を

明 らか に した 、　
・
方．マ イ ク ロ ダ イア リシ ス 法を用

い た研究 に よ る と、ドーパ ミ ン線 維 の 主要 な投射 部

位で ある側坐核で は 、嗜好性の 高い 食物を摂取 し た

あ とに 、 ド
ーパ ミ ン 放出量 が増加する と い ゲ 、、し

か し、こ の よ う な ドーパ ミン 放 畠の 増加 は 、単 に 摂

取量 の 増加 を反映 し た もの で あ る とい う報告
“1
も あ

り、 ド
ーパ ミン が 昧 刺激 の 報酬性 に ど の 程 度 関与 し

．− 82一
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て い るか は 、は っ き り し て い な い 。　 Treitら m ）

は 、

ア ポ モ ル フ ィ ン や ア ン フ ェ タ ミ ン な どの ド
ーパ ミ ン

作動薬を投与 して も、摂取性お よび嫌悪件味覚運動

応答 に は影響がな い こ とを示 した。また 、ド
ーパ ミ

ン 拮抗薬 の ハ ロ ペ リド
ー

ル を投与 した 場合に も、甘

昧刺激に対する摂取応答 は 、対照 と 同様 、ll：常 レ ベ

ル で 出現 した。神経 毒を用 い た 選択 的破壊に より、

巾脳 か ら の ド
ー

パ ミ ン 線維 を95％ 以 E遮断 し た ラ ッ

トの 場 合に も、味刺激に 対する摂取お よび嫌悪の 昧

覚運動応答は変化 し な か っ た
II．
。こ の よ うな結果か

ら、ドーパ ミ ン が直接的 に 「おい し さ」判断 に 関わ っ

て い る 可能性は低 い と考え ら れ て い る、

3．2 ベ ン ゾジア ゼ ピ ン

　抗不安薬 ・鎮静剤と して広 く用 い られ て い るベ ン

ゾ ジ ア ゼ ピ ン 類 には、摂食促 進効 果の ある こ と が古

く か ら知 られ て い る
』
  こ の 効 果 は 、当初 、抗 不安

作用や静穏作用 の 二 次的影響 だ と 考 え ら れて い た
1： b

．

し か し、その 後の 行動薬理学 的研究 か ら、ベ ン ゾ ジ

ア ゼ ビン に よる摂食促進は 、不安や覚醒な どに 対す

る 影 響の 間接的結果で は な く、「お い し さ」 そ の も

の を特異的 に増強 す る こ と に よっ て 生 じ る こ と が 明

らか に な っ た 巴、実際、ベ ン ゾジ ア ゼ ピ ン に よ る摂

取量 の 促進 は 、ク ッ キ
ー

や 日
1
味 をつ け た飼 料、サ ッ

カ リ ン水な ど、本来動物が 好む飲食物に 対して 選択

的に 生 じ、通常の 飼料や 水 を与 え た 場合に は、摂取

量 の 促進は見 られな い
14’

味覚運動応答テ ス トを用

い て 、よ り直接的 に 動物 の 「お い し さ」 判断 を調 べ

た と こ ろ、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 作動薬の ク ロ ル ジ ア ゼ

ポ キ シ ド投 与後 に は、シ ョ 糖溶液 に 対す る摂取応答

の 出現数が、対照 処 1 と して生理食塩水を投与 した

あとよりも、有意 に 増加 し た
IEI，、

　 こ の よ う なベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン に よる 「お い し さ」

増強 は 、ど の よ うな 脳 内機構で 生 じ る の で あ ろ うか 、、

上丘 の 吻側 レ ベ ル で 脳を前 後 に 離断 され た ラ ッ トで

も、ベ ン ゾ ジア ゼ ビ ン 作動薬を投与す ると摂取性味

覚 運 動応答 が 増加す る
S（”

こ と か ら、少な くとも ド位

脳幹 の い ずれ か の 部位 に ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン の作用 部

位が あ り、「お い し さ」判断 に 関与 し て い る と 考 え

られ る ，ま た 、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 作動薬を後脳 の 第

四脳室 に 注 入 し た と き の ほ う が 、前脳 の側脳室 に注

人 した時より、摂取性味覚運動応答が 多い と い う結

果
1
−
1
も、こ の 仮説 を攴持する t．さらにHiggs とCo 。pcr

“’

は 、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ビ ン 作動 薬 を、ラ ッ トの 味覚第
一
二

次 中継核 で あ る結合腕傍核に 注 入 す る と 、そ の周囲

に注入 した ときより、シ ョ 糖溶液摂取量 が 多 くなる

こ と を見い だ し、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン の 作用 部位 と し

て 、結合腕傍核 が有 力候 補 で ある こ とを示唆 し た 。

　 し か し、上記の ような ベ ン ゾジ ア ゼピ ン に よる

「お い し さ一1 増強効果は 、あ くまで も薬理学的な効

果 で あ り、それ が どの 程度生理学 的 な過程 で あ るの

か に つ い て は 、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン の 内因性 リ ガ ン ド

の 検索等 も含 め て 、慎重 に吟味す る必 要が あ る ．

3．3　オ ピオイ ド

　 ア ヘ ン や モ ル ヒ ネ な ど の オ ピ オ イ ドに は、よ く 知

ら れた鎮痛作用 や 陶酔作用 の ほ か に、摂食 を促 進す

る作 用 も あ る
L’1

。オ ピ オ イ ド作動薬 を全身性 に投 ワ

すると、多 くの 動物種 に おい て 摂 食量 が 増加す る と

報告されて い る
コL1’，し か も、その効果は動物が本来

好む昧刺激に 選択的に 牛ずる と い う
11〕

。

一
方、オ ピ

オ イ ド拮抗薬を全身性 に 投与する と、摂食量は
一
般

に 減少する
こ≧ 1

。 さ ら に 、視床下部の 室旁核や 腹内側

核に オ ピ オ イ ド作動薬を微量注入 する と摂食が促進

され、オ ピオ イ ド拮抗薬を微量注人すると摂食が抑

制され る こ とが明 ら か に され て い る
ユU4 〕。また、腹

側被蓋野
：”、側坐 核

鋤 、腹側線条体
7
啄 ど も、オ ピォ

イ ドの摂食調節作用 に 関連す る部位で ある と示唆 さ

れ て い る。し か し、こ れ らの 研 究 で は 、摂 食促進 が

「お い し さ」 とどの よう に 関わ っ て い るか に つ い て

は、直接的に 調 べ られ て い な い 。

　 こ こ数年の 間に、味覚運動応答テ ス トを用 い た研

究 か ら、オ ピ オ イ ドに よ る摂取行動 の 促進 は 、「お

い し さ」増強に 起因する 可能性の 高 い こ とが 分 か っ

て き た／t 例 え ば、モ ル ヒ ネを全身性に投与し、シ ョ

糖とキ ニ ーネの混合溶液を口腔内に注人すると、対

照の 生理 食塩水投与時に比べ 、混 合溶液 に 対す る摂

取件応答 は 増加 した が 、嫌悪性応 答 に は変化が 見 ら

れ な か っ だ
HI

。また、モ ル ヒ ネを側脳室 に 微 量注 入

す る と 、摂食量 が 増加す る と と も に 、シ ョ 糖溶液 に

対す る摂取性味覚運動応答が増加する こ と が報告さ

れ て い る
2’））。 こ の 結果は 、側脳室周辺 の 前脳部に 、

「お い し さ」増強 に 関わ る モ ル ヒ ネの 作用点 があ る

こ と を示唆す る もの で あ る が 、未だ 脳部位を特定す

るに は 至 っ て い な い ．

4 ． 「おい しい 」 と 「欲 しい 」の 区別

　Berridg♂ ト

は 、「お い し さ 1 に 基づ く摂取行動 を、

「お い し い 」 と認識する過程と 、そ の 情報 に 基づ い

て 「欲 し い 」 と 実際の 行動 に 駆 り立 て る 過 程 の 2つ
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に 分 け て 考 え る こ と を提唱 して い る。上 に 紹 介 し た

種々 の 実験 は、味覚運動応答 を指標と して 判断で き

る前者の 過程を調べ た もの と、t に 摂取量 の 測定 を

指標 と し て 、両方 の 過程 を調 べ た もの に 分 け る こ と

が で き る。しか し、食行動を考え た 場合、こ れ ら2

つ の 過程 が 別 々 に 存在す る の で は な く、相互 に影響

し あ っ て い る こ と は 当然で あ ろ う、，こ こ で は 、その

背景に どの ような神経機構が あるの か を調べ た著者

らの 実験 成績 を紹介す るv

4 ．1　 腹側被蓋野

　巾脳腹側被蓋野 は 、食行動 や 性 行 動 な ど の 動機 づ

け に深く関わる、脳 内報酬系 の か なめ とも言うべ き

脳部位で 、こ こ か ら大脳辺縁系や 大脳皮質に 広 汎 に

投射す る ドーパ ミ ン 線維 が 重要な役割を担っ て い る

と考え られて い る
IL：

． 「お い し い 」 もの の 摂取 に は 、

快感、つ ま り脳内報酬系が な ん ら か の 関わ りをもつ

だ ろ う と い う予測 の もと に 、こ の 部位 の 破壊 が ラ ッ

トの 味覚行動 に 及 ぼ す影響を調 べ だ
21
。

　 ラ ッ トの 腹側被蓋野 を広汎 に 破壊 し 、蒸留水 と味

溶液 を同時 に与 え て 、それぞれ の 24時間摂取量 を

調 べ ると、動物が もと もと好む濃度の シ ョ 糖溶液や

食塩水の 摂取量が 、非破壊対照動物 に 比 べ て 減少す

る こ とが 分か っ た （図D 。 それ以外の 味溶液や 蒸留

水の摂取量に は、破壊群 と対照群 で 相違 が なか っ た

こ と か ら 、破壊群 に お け る味溶液摂取量 の 減少 は 、

非特異的な もの で は な く、好 ま しい 味溶液に特異 的

で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。こ の 結果 は、ドーパ

（

bp
）
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図 1　ニ ビ ン 法 テ ス トに よ る 各味刺激 と蒸留水の 摂取量、腹側被蓋野破壊 動物 は、対照群 が高 い 嗜好性 を示

し た0．IM シ ョ 糖溶液や 0．IM 食塩水の摂取量が有意に 少 な い 。文献
ココP

よ り。
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　　　　　　　　　　 お い し さ発現 と 脳内物質

ミ ン の阻害に よ り、当該味刺激の 「お い し さ」が低

減 し た 可能性 を示唆する もの で あ る。し か し、前述

の と お り、中脳か らの ドーパ ミ ン 系 を広 く破壊 して

も、動物 の 昧覚運動応答 は影響 を受けな い と報告さ

れて い る
II’ の で 、「お い し さj が減弱 し た た め に 摂

取量 も減少 したとい う解釈は適切 で ない 。別の 可能

性 と して 、ドーパ ミ ン は報酬を積極的 に得 よ う とす

る動機 づ け、換言す ると、お い し い もの をよ り多く

摂取 し よう と す る過程 に 関わ っ て い る と考え る こ と

が で き る。つ ま り、腹側被蓋野破壊動物は、「お い

し さ」は正常に 判断で きるが 、それに基づ い て より

多く摂取する こ と が で きない と言え る．

　次 の 行動薬理学的実験
B ’は 、この 仮説を支持する

もの で ある tt すなわち、腹側被蓋野破壊動物と非破

壊対照動物に、ベ ン ゾジ ア ゼ ピ ン 作動薬 の ミダ ゾ ラ

ム ある い は 生理食塩水を全身性に投 与し、本来動物

が好 む濃度 の O．1M シ ョ 糖 溶液を 与え て 、2時間

の 摂取量 を比較 した （図2＞、対照群 の シ ョ 糖溶液摂

取量は用 量依存性に増加 した が、破壊群で は摂取量

の 変化は見 られな か っ た。LO 、3．O　 mg 〆kgの 用 量で

は、破壊群の 摂取量は 対照群よ り有意 に低か っ た。

こ れ に 対 し 、動物 が本来嫌悪する キ ニ ーネ溶液の 摂

取量は 、両群と も ミダ ゾ ラ ム の 用量 に 関係 な く
一

定

水準を保 っ た．こ れ ら の 結果は 、対照群 で は ベ ン ゾ

ジ ァ ゼ ピ ン が 「おい し さ1 を選択的に増強 したため

に 、摂取 量が促進 し た こ とを示唆 して い る c

一方、

40

働
）

　　 30
皿1酬

黶 20

cc　 10

0
0 0．3　　1．0　　3．0

破壊群 で は 、ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン に よ る 「お い し さ」

増強は生 じ るが、ド
ーパ ミン 系 が 作動 し ない た め に 、

そ れ を実際の摂取行動 の 促進 に 結 びつ け る こ と が で

き な い と説明で きる。

　 「お い し さ」増強効果 が 知 ら れ て い る オ ピ オ イ ド

を全身性に投与し た場合に も 、 ほ とんど同 じ結果が

得 ら れ て い る
川
。オ ピ オ イ ド作動薬 の モ ル ヒ ネあ る

い は 生理食塩水 を全身性に投与 して 、腹側被蓋野破

壊群 と対照群 の 味溶液摂取量を比較す ると、対照群

で は モ ル ヒ ネにより、シ ョ 糖溶液摂取量が著明に増

加し た の に対 し、破壊群で は モ ル ヒ ネ投 与時 と生理

食塩 水投与時 とで 、摂取量 に 羊 が な か っ た 、 ま た 、

キ ニ ーネ溶液 の 摂取量 に は 、両群 ともモ ル ヒ ネの 影

響は 認 め られ な か っ た 。こ れ らの 結果 も、ベ ン ゾ ジ

ァ ゼ ピ ン の場合と同様、腹側被蓋野破 壊動物で は、

モ ル ヒ ネ投与 に よ る 「お い し さ」増強 は 生 じ て い る

が 、ドーパ ミ ン系の 損傷に よ り、それ を摂取行動 の

促進 へ と方向 づ ける こ と が で き な い た め で あ る と解

釈で き る 。

4．2　脚橋被蓋核

　現在、著者 らは腹側被蓋 野 と線維連絡 をもつ い く

つ か の 部位 に つ い て 、「お い し さ」発現 と の 関連性

を調 べ て い るが 、コ リ ン 作動性細胞 の 起始核で あ る

脚橋被蓋核 は、腹側被蓋野 同様、「お い し さ」に 基

づ く摂取行動に深 く関与して い る こ とが明 らか に な っ

40

30

20

10

0
0 0．3　　1．0　　3，0

ミダゾラム （mg／kg）

図2 嗜好性 お よび嫌惡性味刺激の 摂取に対する ベ ン ゾ ジ ア ゼ ピ ン 作動薬 ミダ ゾ ラ ム の 効果。対照群 で は シ ョ

糖溶液の 摂取量が用量依存性に 増加す るが 、腹側被蓋野破壊群 で は摂取量 の変化が な い 。 嫌悪性味刺激で あ

る キ ニ ーネ溶液の 摂取量 は ミ ダ ゾ ラ ム 投 与に より影響 を受 けな い 、文献
 
より。
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だ
4〕．すなわち、脚橋被蓋核を破壊す る と、本米 ラ ッ

トが 好 む 0．lM シ ョ 糖溶液の 摂取 駐だけが対照動

物に比べ て 有意 に減少 し た。ベ ン ゾ ジ ア ゼ ビ ン 作動

薬 を投与 し た 場 合 に も、対照動物で 見 ら れた シ ョ 糖

溶液の 摂取量促進 が 、破壊動物で は 見 ら れ な か っ た、

脚橋被蓋核 は 、大脳辺縁 系 に 発 し た動機 づ け情報 を

運動系へ 送る イ ン タ ー
フ ェ イ ス と して機能する こ と

が示唆 されて い る
’．“，

　1 と か ら、同部位の 破壊に よ り

「お い し さ」 に 基 づ い て 促進 され る摂取行動 が阻害

され 、本来 な ら ば多量 に摂取す る シ ョ 糖溶液 の 摂取

量 が 、低 レ ベ ル に と どま っ た もの と思われ る。こ の

よ うな嗜好性の 高 い 味溶液 に 選択的な摂取行動の 阻

害 は、上述 し た中脳腹側被蓋野破壊の 場合と同様の

結果で あ る tt脚橋被蓋核か ら は 中脳腹側被蓋野 に 遠

心性投射が存在 す る
3‘．〕

の で 、「お い し さ一に基づ く

昧刺激の 摂取促進に は 、両部位の 関与が 不 可欠で あ

る と考 え られ る、

お わ りに

　 「お い し さ」は 、食行動 の 調節 にきわめ て 重要な

役割 を果 し て い る。物質的 に 全 く同一
の 味刺激 で あ っ

て も、「お い し さ一i は 牛 体の その 時 の 生理状態 や、

過 去 の 経験や 記憶 に よ っ て 人 き く変動する の で 、

「お い しさ」 をある特定 の 昧刺激 に 固有な性質 と し

て と ら え る こ と は適切で は な い 。図3に 示 し た よ う

に 、「お い し さ」 の 発現 を行動 と し て と ら えようと

すれば、あ る飲食物 を単 に 「お い しい 」と判断する

過程だ け で は な く、そ れ に 基 づ い て 実 際 に そ の 飲 食

物を摂取する過程 まで 含め て 考 える必要がある。基

本的 な 「お い し さ一
i

の 判断 自体 は 、下位脳幹 で す で

に な され て い る と考え られ る が、より詳細 な
「
お い

しさ一1認知 に は、上位中枢の関 与が不可欠で あろ う t／

「お い し い 一と認知 され た場合に は 、実際の 摂取行

動 に駆 り立て る 「欲 しい 」 と い う過程 に 引 き継が れ

る もの と思われる u
ベ ン ゾ ジ ア ゼ ヒ

．
ン や オ ピ オ イ ド

は 「おい し さ」を認知する過程に 、ドーパ ミ ン や ア

セ チ ル コ リ ン は 「欲 し い 」の 機構に関与 して い る と

考え られ る．，
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